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「
…
…
し
か
し
ス
ラ
ム
に
は
、こ
の
言
葉
の
あ
ら
ゆ
る
忌
ま
わ
し
さ
も
つ
ス
ラ
ム
が

あ
る
。
黒
ず
ん
だ
煉
瓦
と
木
の
掘
立
小
屋
、
そ
こ
に
は
、
放
漫
、
分
解
、
維
持
と
い

う
あ
の
生
命
の
し
る
し
の
全
的
な
頽
廃
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
心
を

痛
ま
せ
る
。
そ
れ
ら
は
新
し
い
ス
ラ
ム
だ
。
二
十
年
な
い
し
五
十
年
以
来
の
も
の
だ
。

パ
リ
の
結
核
区
域
や
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
淫
売
の
巣
窟
バ
リ
オ
・
チ
ノ
に
お
い
て
は
、

悲
惨
が
、
死
ん
だ
都
市
や
腐
敗
し
た
街
区
の
普
通
の
運
命
で
あ
り
。
ま
た
権
利
喪
失

の
悲
劇
的
な
し
る
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
社
会
と
い
う
機
械
の

何
か
が
狂
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
。そ
し
て
ま
た
、他
の
特
権
あ
る
人
々

に
宝
石
や
指
輪
や
真
珠
や
ダ
イ
ヤ
の
首
飾
り
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
人
々

を
腐
敗
さ
せ
て
お
く
時
代
を
告
発
す
る
証
人
な
の
だ
。」（
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
『
伽

藍
が
白
か
っ
た
と
き
』、
生
田
勉
・
樋
口
清
訳
、
岩
波
文
庫
二
〇
〇
七
年
、
一
五
三
｜
一

五
四
頁
）

「
半
ば
未
開
だ
っ
た
む
か
し
、
わ
ず
か
ず
つ
文
明
化
し
て
き
て
、
犯
罪
や
紛
争
が
起

こ
る
た
び
に
た
だ
不
都
合
に
迫
ら
れ
て
法
律
を
つ
く
っ
て
き
た
民
族
は
、
集
ま
っ
た

最
初
か
ら
、
だ
れ
か
一
人
の
賢
明
な
立
法
者
の
定
め
た
基
本
法
を
守
っ
て
き
た
民
族

ほ
ど
に
は
、
う
ま
く
統
治
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。」（
デ
カ
ル
ト『
方
法
叙
説
』、
谷
川
多

佳
子
訳
、
岩
波
文
庫
一
九
九
七
年
、
二
十
一
頁
）
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13．
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個
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超
え
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い
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？

予
想
外
の
結
果
に
右
往
左
往
す
る
自
由
主
義
の
個
人
主
義
者
や
、
挫
折
す
る

エ
リ
ー
ト
、
さ
ら
に
は
個
人
を
越
え
た
運
命
リ
ス
ク

に
打
ち
震
え
る
現
代
人
。
著
者
た

ち
の
文
才
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
的
な
「
個
人
」
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
ど
れ
も
見
慣
れ
た
登
場
人
物
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
社
会
科
学
の
研
究

対
象
と
い
う
よ
り
も
、
文
学
評
論
の
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
る
。
無
数
の
著
者

た
ち
が
創
造
し
た
無
数
の
文
学
作
品
に
登
場
す
る
無
数
の
人
物
た
ち
も
、
文
学

評
論
の
手
に
か
か
れ
ば
両
手
で
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
類
型
に
き
れ
い
に
整
理
さ

れ
る
。「
こ
れ
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
…
…
で
描
い
た
…
…
の
人
物
類
型
だ
」、「
漱
石

が
…
…
で
試
み
た
人
物
だ
」
と
い
う
わ
け
で
、
現
代
作
家
た
ち
の
苦
心
の
力
作

も
、
遠
い
昔
の
先
行
者
に
吸
収
合
併
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
者
の

力
量
は
過
去
に
前
例
の
な
い
類
型
を
独
創
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
使
い
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古
さ
れ
た
定
型
の
人
物
像
に
新
た
な
生
命
を
与
え
る
こ
と
に
も
発
揮
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
純
文
学
｜

芸
術
文
学
｜

を
標
榜
す
る
前
衛
作
家
の
作
品
で
は

な
く
て
、
多
く
の
読
者
を
得
て
い
る
「
歴
史
小
説
」
の
登
場
人
物
た
ち
を
比
較

し
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
歴
史
学
的
に
実
証
可
能
な
実
在
の
人

物
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
著
者
と
読
者
の
間
に
共
有
さ
れ
て
き
た
見
慣
れ
た

人
物
像
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。「
織
田
信
長
」
や
「
坂
本
龍
馬
」
は
、

そ
の
生
涯
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
人
で
あ
る
。
多
く
の
読
者
が
よ
く
知
っ

て
い
る
理
想
の
人
物
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
こ
そ
「
歴
史
小
説
」
の
登
場
人
物

の
存
在
意
義
が
あ
る
。
し
か
も
、
文
学
作
品
の
世
界
で
は
こ
れ
ら
の
知
名
人
を

と
お
し
て
の
み
「
歴
史
」
が
動
い
て
い
く
。「
織
田
信
長
」
や
「
坂
本
龍
馬
」
を

仔
細
に
知
り
、「
人
物
」に
親
し
く
接
す
れ
ば
戦
国
時
代
や
幕
末
の
歴
史
が
理
解

で
き
、
説
明
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
こ
そ
が
文
学
で
あ
る
。
文
学

は
作
家
に
よ
る
創
作
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
史
実
で
は
な
い
。
探
偵
小
説
と
実

際
の
殺
人
事
件
の
間
に
厳
密
な
対
応
関
係
な
ど
な
く
て
も
、
探
偵
小
説
や
推
理

小
説
の
意
義
は
少
し
も
減
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
文
学
作
品
で
は
な
い
社
会
学
や
社
会
科
学
の
文
献
に
ま
で
「
織
田

信
長
」
や
「
坂
本
龍
馬
」
の
仲
間
が
登
場
し
、
著
者
が
そ
れ
ら
を
使
っ
て
「
社

会
」
を
説
明
し
尽
く
し
て
し
ま
う
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
歴
史
小

説
と
社
会
学
の
文
献
の
違
い
は
、
も
っ
と
抽
象
的
な
概
念
に
「
織
田
信
長
」
や

「
坂
本
龍
馬
」の
役
割
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
本
稿
で
取
り

上
げ
て
き
た
「
個
人
主
義
者
」
や
「
エ
リ
ー
ト
」
や
「
現
代
人
」
で
あ
る
。
し

か
も
、
複
数
形
で
あ
る
は
ず
の
登
場
人
物
が
、
な
ぜ
か
単
数
形
で
活
躍
す
る
。

日
本
語
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
最
も
著
し
い
相
違
は
、
名
詞
の
単
数
形
と
複
数

形
の
区
別
に
あ
る
。日
本
語
が
両
者
の
区
別
に
無
頓
着
な
の
に
対
し
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
語
は
動
詞
、
助
動
詞
や
形
容
詞
の
活
用
ま
で
動
員
し
て
入
念
に
区
別
し
よ
う

と
す
る
。
現
に
こ
の
相
違
を
と
ら
え
て
、
語
学
の
問
題
か
ら
文
化
全
般
を
説
明

し
た
が
る
流
派
（
言
語
決
定
論
）
の
人
々
が
、
日
本
文
化
に
お
け
る
「
個
人
」

の
未
成
熟
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
よ
う

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
話
す
人
々
は
、
複
数
形
の
世
界
と
単
数
形
の
存
在
で
あ
る

「
個
人
」を
無
意
識
の
日
常
生
活
の
段
階
か
ら
日
々
再
確
認
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
言
葉
を
話
し
始
め
た
ば
か
り
の
子
供
で
も
「
個
人
」
が
確
立

し
て
い
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
両
者
が
「
混
同
」
さ

れ
て
い
る
日
本
語
の
よ
う
な
言
語
を
話
し
て
い
る
と
、
い
つ
ま
で
も
「
個
」
の

確
立
が
未
発
達
の
ま
ま
で
、
近
代
市
民
社
会
の
基
盤
で
あ
る
「
個
人
」
が
成
立

で
き
な
い
、
と
い
っ
た
話
に
つ
な
げ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
隆
盛
を
誇
り
、

今
で
も
形
を
変
え
な
が
ら
時
折
再
帰
し
て
く
る
「
日
本
人
論
」
の
決
ま
り
文
句

で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
興
味
を
そ
そ
る
の
は
、
古
く
か
ら
厳
格
に
単
数
と
複
数
を

区
別
し
て
き
た
は
ず
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
社
会
科
学
で

も
、
両
者
が
あ
い
ま
い
な
形
で
使
い
分
け
ら
れ
、
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
複
数
形
で
あ
る
は
ず
の
登
場
人
物
が
、
な
ぜ
か

単
数
形
で
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
個
人
主
義
者
」
や
「
エ
リ
ー
ト
」

や
「
現
代
人
」
は
、
本
来
な
ら
ば
複
数
の
人
間
を
含
ん
だ
「
複
数
形
」
の
存
在

で
も
あ
り
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
一
人
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う

に
取
り
扱
わ
れ
る
。
言
語
学
的
に
は
単
数
と
複
数
の
区
別
を
厳
格
に
す
る
言
語

を
使
用
し
て
い
る
人
々
で
す
ら
、
あ
え
て
「
個
人
主
義
者
」
や
「
エ
リ
ー
ト
」

や
「
現
代
人
」
は
単
数
と
し
て
論
じ
る
こ
と
を
選
択
す
る
。

こ
れ
は
一
考
に
値
す
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
個
人
で
あ
る
と
同
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時
に
、
集
団
で
あ
り
、
集
団
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
で
も
あ
る
。
わ
れ
は
わ
れ

わ
れ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
個
人
は

集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
集
団
は
個
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
両

者
は
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
著
者
と
読
者
の
間
に
日
々
共
有
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
扱
い
は
、
修
辞
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
の
次
元
か
ら
、

抽
象
的
な
社
会
観
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
な
が
ら
長
年
に
わ

た
っ
て
共
有
さ
れ
続
け
て
き
た
。
し
か
も
、
自
ら
が
独
立
し
た
「
個
人
」
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
、
至
上
の
価
値
と
す
る
人
々
は
、
集
団
や
「
わ
れ
わ
れ
」

が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
を
願
う
。
願
っ
て
い

る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
が
自
明
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て

し
ま
う
。

本
稿
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
形
を
変
え
な
が
ら
「
個
人
」
に
終
始
す
る
社
会
科

学
的
思
考
の
現
状
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
そ
れ
自
体

が
「
考
え
る
こ
と
」
を
触
発
す
る
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
沈
思
黙
考
す

る
場
合
と
は
異
な
っ
た
展
開
が
可
能
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
際
に
、
再
三

実
感
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
が
文
章
を
書
く
こ
と
で
極
限
ま
で
前
進
さ
せ

ら
れ
て
き
た
「
理
論
」
と
、
当
人
た
ち
が
実
際
に
実
感
し
て
い
る
「
現
実
」
の

間
の
大
き
な
距
離
で
あ
る
。

本
稿
の
議
論
に
こ
こ
ま
で
付
き
合
っ
て
き
た
読
者
が
お
そ
ら
く
意
識
し
て
い

る
よ
う
に
、「
そ
ん
な
こ
と
は
す
で
に
…
…
の
分
野
で
以
前
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き

た
こ
と
だ
」と
い
う
の
は
、
筆
者
自
身
の
自
覚
で
も
あ
る
。「
方
法
論
的
個
人
主

義
」、
つ
ま
り
「
個
人
」
を
出
発
点
と
す
る
社
会
学
の
思
考
も
、
多
く
の
理
論
家

に
と
っ
て
は
、
す
で
に
古
臭
く
な
っ
た
旧
時
代
の
遺
物
で
し
か
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。し
か
し
、そ
の
一
方
で
、そ
の
種
の
最
先
端
の
思
考
｜

理
論
｜

が
、

当
人
自
身
の
具
体
的
な
水
準
で
の
考
え
に
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
と
、
ひ
ど
く
疑
問
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
？

私
事
に
至
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
で
世
話
に
な
っ
た
師
匠
の
一
人
が
演
習
の

場
で
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
が
言
っ
て

い
る
こ
と
が
、
本
当
に
理
解
で
き
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
た
い
し
た
も
ん
だ
!
」。

大
学
院
の
演
習
に
参
加
す
る
学
生
の
多
く
は
、
要
す
る
に
受
験
競
争
の
勝
者
た

ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
理
解
す
る
以
前
に
覚
え
る
こ
と
を
教
育
さ
れ
て
い
る
。

難
し
い
言
葉
で
書
か
れ
た
課
題
文
を
読
み
解
い
て
、
要
約
文
を
作
成
す
る
こ
と

に
関
し
て
は
、
日
々
老
化
に
悩
ま
さ
れ
る
教
員
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
数
年
来

評
判
の
外
国
語
の
理
論
書
や
、
新
刊
の
翻
訳
書
を
読
み
こ
な
し
て
、
要
約
し
、

手
際
の
よ
い
紹
介
文
を
書
く
こ
と
な
ど
彼
ら
の
手
に
か
か
れ
ば
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
結
果
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
年
長
の
研
究
者
が

知
ら
な
い
人
物
や
術
語
を
並
べ
た
報
告
や
論
文
が
次
々
と
生
産
さ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
長
じ
て
は
こ
の
種
の
人
々
が
著
者
と
な
り
、
受
験
参
考
書
の
よ
う
に
手

際
よ
く
ま
と
ま
っ
た
「
…
…
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」、
あ
る
い
は
「
虎
の
巻
」
式
の
書

物
が
多
数
刊
行
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
並
べ
て
眺
め
れ
ば
、
ま
さ
に
百
花
繚
乱
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
最
新
知
識
が
手
に
入
る
知
の
百
貨
店
で
あ
る
。
彼
ら
の
著
書

を
読
ん
で
い
る
と
、
何
も
か
も
が
わ
か
り
き
っ
て
お
り
、
あ
え
て
自
分
が
何
か

を
考
え
る
余
地
な
ど
残
っ
て
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
種
の
仕
事
に
も
弱
点
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
少
意
地
悪
な
質

問
を
重
ね
れ
ば
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
。「
今
の
日
本
社
会
で
は
何
に
当
た
る
の

だ
？
」、「
あ
な
た
が
重
要
だ
と
思
っ
た
理
由
は
何
だ
？
」、
あ
る
い
は「
私
は
老

人
だ
か
ら
、
難
し
い
言
葉
は
わ
か
ら
ん
…
…
、
難
し
い
言
葉
は
い
い
か
ら
、
老

人
に
も
わ
か
る
昔
風
の
言
葉
で
言
い
換
え
て
く
れ
!
」、
さ
ら
に
は
、
も
っ
と
単
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純
に
「
だ
か
ら
何
だ
？
」
と
問
え
ば
、
小
器
用
な
学
生
は
す
ぐ
に
行
き
詰
る
。

理
由
は
簡
単
で
、
彼
ら
は
単
に
本
を
読
ん
で
要
約
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ

る
。
思
考
が
、
当
人
の
具
体
的
な
実
感
と
呼
応
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
は
自
分
の
頭
で
考
え
て
い
な
い
。
他
人
の
考
え
を
な
ぞ
っ

て
、
そ
れ
で
自
ら
考
え
た
こ
と
の
代
用
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、

こ
の
種
の
人
々
は
、
具
体
的
で
日
常
的
な
問
題
に
直
面
す
る
と
、
日
ご
ろ
の「
研

究
」
を
放
り
出
し
て
、
古
く
か
ら
の
思
考
様
式
に
一
目
散
で
回
帰
す
る
。

例
え
ば
、
日
ご
ろ
「
個
人
」
の
有
効
性
を
疑
問
視
し
、
否
定
す
る
人
々
が
、

日
常
生
活
で
直
面
す
る
問
題
や
、
現
実
政
治
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ひ
ど
く

古
典
的
な
個
人
主
義
者
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
書
物
の
上
で
勉
強
し
た
こ
と
と
、

自
分
が
い
ま
こ
こ
で
生
き
て
い
く
な
か
で
考
え
る
こ
と
と
が
分
離
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
劇
作
家
が
書
い
た
台
詞
を
舞
台
で
し
ゃ
べ
る
俳
優
と
、
日

常
生
活
の
当
人
の
区
別
に
似
て
い
る
。
優
れ
た
俳
優
は
台
詞
を
あ
た
か
も
自
分

の
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
覚
す
る
の
だ
が
、
他
人
が
書
い
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ひ
ど
く
雑
駁
に
い
え
ば
、
書
物
に
頼
る
｜
「
他
人
に

考
え
て
も
ら
う
」（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
）
｜

こ
と
と
、
自
分
で
考
え
る
こ

と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
を
書
い
て
い
く
上
で
、常
に
念
頭
に
お
い
て
き
た
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
書
い
て
く
る
と
、
す
ぐ
に
「
そ
う
い
う
お
前
は
ど
う
な
ん
だ
？
」

と
い
う
反
論
に
直
面
し
そ
う
で
あ
る
。
難
問
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
難
問
に

答
え
る
た
め
に
、
自
分
自
身
が
長
年
に
わ
た
っ
て
「
考
え
て
も
ら
っ
て
」
き
た

著
者
た
ち
の
思
考
様
式
を
別
の
視
点
か
ら
理
解
し
な
お
す
こ
と
は
無
意
味
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
か
で
も
「
自
分
で
考
え
る
」
可

能
性
を
探
求
し
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、

「
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
」と
い
う
調
子
で
、
行
き
つ
戻
り
つ
、
一
進

一
退
を
繰
り
返
す
本
稿
の
論
述
様
式
に
対
す
る
弁
明
も
含
ん
で
い
る
。
弁
明
を

続
け
る
な
ら
ば
、
重
要
な
議
論
の
手
堅
い
要
約
よ
り
も
自
分
な
り
の
問
い
直
し

や
、
問
い
直
し
を
経
て
自
分
な
り
に
納
得
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
と
こ
う
な
っ

て
し
ま
う
。「
自
分
で
考
え
る
」こ
と
を
誇
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、

自
分
で
納
得
し
て
い
な
い
こ
と
は
書
き
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
鋭
い
読
者
は
、
こ
こ
で
い
う
「
自
分
で
考
え
る
」
こ
と
そ
の
も
の

が
、
強
度
に
「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
だ

ろ
う
。
他
人
が
何
を
考
え
よ
う
と
個
人
と
し
て
の
自
分
は
こ
う
考
え
る
の
だ
、

と
い
う
形
で
人
々
は
「
自
分
で
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
本
稿
で
す
で
に
考
え
て
き
た
「
独
創
性
」
を
め
ぐ
る
通
念
と

も
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
独
創
性
の
理
想
は
ま
さ
に
独
自
で
あ
る
こ
と
で

あ
り
、
独
自
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
個
人
と
は
異
な
っ
た
独
立
し
て
別

個
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
本
稿
の
考
察
に
も
ま
た
強
固
に
生
き
延
び
て
い
る
「
個
人
」
を
見

つ
け
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
正
直
に
い
え
ば
、
人
間
の
思
考
は
「
個
人
」

か
ら
完
全
に
手
を
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
現
に
、
こ
の
文
章
を
今
書
い
て
い
る
筆
者
自
身
は
、
他
の
他
人
で
は
な

い
独
立
し
た
個
人
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
自
覚
が

な
け
れ
ば
、
自
分
の
署
名
の
下
に
文
章
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う

で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
無
署
名
の
報
告
書
や
報
道
文
の

場
合
と
同
様
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
個
人
の
意
見
」あ
る
い
は
考
え
と
し
て
表
現

す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
個
人
名
を
冠

し
た
論
文
や
著
書
と
い
う
の
は
、
究
極
的
に
は
、「
個
人
」を
離
れ
る
こ
と
は
で
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き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

し
か
し
、
究
極
的
な
形
で
は
人
間
の
思
考
が
「
個
人
」
か
ら
自
由
に
な
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
、「
社
会
」を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
問
題
を「
個
人
」

か
ら
だ
け
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
は
な
い
し
、
ま

た
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
人
間

は
「
究
極
」
で
な
く
て
も
多
く
の
重
要
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
こ
の
種
の
「
究
極
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ

て
き
た
問
題
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
誰
も
か
れ
も
が
同
じ
よ

う
な
「
究
極
」
を
標
榜
す
る
な
か
で
、
あ
え
て
特
定
の
種
類
の
「
究
極
」
を
追

求
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
こ
か
ら

新
た
な
可
能
性
が
見
え
て
こ
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
他
の
い
く
つ
も
の
選
択
肢

の
ど
れ
か
が
不
毛
で
、
可
能
性
に
乏
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
だ
け

で
も
何
ら
か
の
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
が
本
稿
の
主
題
な
の

で
あ
る
。

14．

デ
カ
ル
ト
流
の
社
会
学

逆
に
い
え
ば
、
こ
の
種
の
「
究
極
」
へ
の
志
向
、
あ
る
い
は
論
理
的
な
形
で

の
純
粋
性
を
優
先
す
る
思
考
こ
そ
が
、「
個
人
」と
い
う
思
想
を
ま
さ
に
究
極
の

原
理
の
地
位
に
押
し
上
げ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
デ
カ
ル

ト
が
始
め
た
「
方
法
」
は
、
そ
の
典
型
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
デ
カ
ル

ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
複
雑
な
問
題
は
そ
れ
を
構
成
す
る
最
も
単
純
で
、
最
も
微
細

な
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
と
主
張
し

１た
。
こ
こ
か
ら
、
分
子
か

ら
原
子
、
原
子
か
ら
素
粒
子
、
素
粒
子
か
ら
そ
の
先
へ
と
果
て
し
な
く
つ
づ
い

て
い
く
物
理
学
者
に
よ
る
ミ
ク
ロ
世
界
の
探
求
が
始
ま
る
。
い
っ
た
ん
方
向
付

け
ら
れ
た
探
求
は
、
多
く
の
人
々
の
理
解
を
超
え
て
無
限
に
進
行
し
て
い
く
。

最
も
単
純
で
、
最
も
微
細
で
あ
る
こ
と
は
、
同
時
に
最
も
普
遍
的
で
あ
る
と
い

う
信
念
が
こ
こ
に
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
発
想
は
、
巨
大
で
複
雑
な
様
相
を
示
す
「
社
会
」
を
、
そ
の

究
極
の
構
成
単
位
で
あ
る
「
個
人
」
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
社
会
学
や
社
会
科

学
全
般
の
方
法
論
的
個
人
主
義
に
も
一
貫
し
て
い
る
。
多
く
の
人
々
の
実
感
で

は
、
や
は
り
社
会
の
最
小
単
位
は
「
個
人
」
で
あ
ろ
う
。「
個
人
」
と
「
社
会
」

の
区
別
に
こ
だ
わ
る
人
は
、「
個
人
」
は
そ
れ
自
身
で
自
足
し
た
実
体
で
あ
り
、

「
社
会
」が
出
発
｜

成
立
｜

す
る
の
は
、
二
人
以
上
の
個
人
が
出
会
い
、
相

互
に
行
為
し
あ
う
瞬
間
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
種
の
考
え
は
、「
社
会
」と

は
っ
き
り
区
別
さ
れ
た
「
個
人
」
の
実
在
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
素
朴
に

「
個
人
」
を
「
社
会
」
の
最
小
単
位
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
よ
り
も
、
一
層
「
個

人
」
の
実
在
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
と
い
え
る
。「
個
人
」
を
「
社
会
」
の
最
小

単
位
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
は
、
多
く
の
場
合
、「
個
人
」
が
「
社
会
」
の
中
で

し
か
成
立
し
得
な
い
と
考
え
る
し
、「
個
人
」が
日
ご
ろ
思
い
描
く
種
々
の
思
考

や
想
念
や
漠
然
と
し
た
願
い
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
個
人
」
と
「
社
会
」
の
区
別
に
こ
だ
わ
る
人
々
は
、
し
ば

し
ば
「
社
会
」
を
「
個
人
」
の
自
由
を
束
縛
す
る
存
在
、
あ
る
い
は
野
放
図
に

陥
る
「
個
人
」
に
秩
序
を
与
え
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
他
方
で
、

こ
の
種
の
考
え
方
を
す
る
人
々
は
、「
社
会
」を
複
雑
で
見
渡
し
が
た
く
、
確
固

と
し
た
理
論
化
・
法
則
化
が
不
可
能
｜

あ
る
い
は
、
困
難
｜

な
対
象
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
ら
は
「
個
人
」
を
は
る
か
に
単
純
で
、

特
定
の
法
則
に
従
っ
て
お
り
、
理
論
的
に
考
え
る
こ
と
が
容
易
な
対
象
で
あ
る
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と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
社
会
と
い
う
見
渡
し
が
た
い
複
雑
性
は
、
よ
り

単
純
な
要
素
で
あ
る
「
個
人
」
に
ま
で
分
解
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
よ
り
普
遍

的
な
問
題
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
デ

カ
ル
ト
流
の
「
究
極
」
を
見
つ
け
出
す
作
業
な
の
で
あ
る
。

研
究
対
象
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
彼
ら
は
そ
ろ
っ
て
「
究
極
」
を
見
つ
け
出

そ
う
と
す
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
最
も
単
純
で
あ
る
こ
と
が
、
最
も
基
礎
的
で

あ
り
、
最
も
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
究
極
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

最
も
単
純
で
基
礎
的
で
普
遍
的
な
存
在
こ
そ
が
「
個
人
」
な
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』

で
、「
社
会
学
」を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
場
合
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
も
同

じ
発
想
で
あ
る
。

「「
社
会
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
非
常
に
多
く
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
社
会
的
行
為
を
解
釈
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と

い
う
方
法
で
社
会
的
行
為
の
過
程
お
よ
び
結
果
を
因
果
的
に
説
明
し
よ
う

と
す
る
科
学
を
指
す
。
そ
し
て
、「
行
為
」と
は
、
単
数
或
い
は
複
数
の
行

為
者
が
主
観
的
な
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
限
り
の
人
間
行
為
を
指
し
、
活

動
が
外
的
で
あ
ろ
う
と
、
内
的
で
あ
ろ
う
と
、
放
置
で
あ
ろ
う
と
、
我
慢

で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
社
会
的
」行

為
と
い
う
場
合
は
、
単
数
或
い
は
複
数
の
行
為
者
の
考
え
て
い
る
意
味
が

他
の
人
々
の
行
為
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
過
程
が
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
よ

う
な
行
為
を
さ
す
。」（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー『
社
会
学
の
根
本
概
念
』、

清
水
幾
太
郎
訳
、
岩
波
文
庫
一
九
七
二
年
、
八
頁
）

そ
れ
が
一
九
五
一
年
の
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
手
を
経
る
と
次
の
よ
う

に
書
き
直
さ
れ
る
。

「
こ
の
書
物
の
主
題
は
、
行
為
の
準
拠
枠
（a

ctio
n fra

m
e o

f refer-

en
ce

）
を
用
い
て
社
会
シ
ス
テ
ム
（so

cia
l sy

stem

）
を
分
析
す
る
た
め

の
概
念
図
式
を
説
明
し
、
例
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
な
意
味

で
の
理
論
的
な
著
作
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
直
接
取
り
扱
う

の
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
分
析
の
経
験
的
一
般
化
そ
の
も
の
で
も
な
い
し
、

ま
た
そ
の
方
法
論
で
も
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
両
者

を
か
な
り
含
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
提
唱
す
る
概

念
図
式
の
価
値
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
経
験
的
調
査
に
お
け
る
そ
の
有
効

性
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
は
、

わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
な
知
識
の
系
統
だ
っ
た
説
明
を
試
み
る
も
の
で
は
な

い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
一
般
社
会
学
の
著
作
で
は
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
書
物
の
焦
点
は
理
論
的
図
式
に
お
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ
の
概
念
図
式
の
経
験
的
な
用
途
に
関
す
る
系
統
だ
っ
た
論
述
は
、

別
途
に
企
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

基
本
的
な
出
発
点
は
、
行
為
の
社
会
シ
ス
テ
ム
（so

cia
l sy

stem
 
o
f

 
a
ctio

n

）と
い
う
概
念
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
人
行
為
者
た
ち
の
あ

い
だ
で
、
相
互
行
為
（in

tera
ctio

n

）」
が
お
こ
な
わ
れ
る
条
件
を
考
え
る

と
、
そ
う
い
っ
た
相
互
行
為
の
過
程
を
科
学
的
な
意
味
で
の
一
つ
の
シ
ス

テ
ム
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
ま
た
他
の
諸
科
学
に
お
け
る
別
の
タ

イ
プ
の
シ
ス
テ
ム
に
首
尾
よ
く
適
用
さ
れ
て
き
て
い
る
の
と
同
種
の
理
論

的
分
析
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。」（
パ
ー
ソ
ン
ズ

『
社
会
体
系
論
』、
佐
藤
勉
訳
、
青
木
書
店
一
九
七
四
年
、
九
頁
、
た
だ
し

訳
語
一
部
変
更
）

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
パ
ー
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ソ
ン
ズ
の
議
論
の
両
方
を
意
識
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
文
化
の
合
理
化
は
、そ
れ
が
行
為
を
方
向
付
け
る
も
の
か
ら
生
活
の
秩

序
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
と
き
に
、
は
じ
め
て
現
実
に
影
響
を
与
え
る
も

の
と
な
る
。
個
人
や
集
団
の
生
活
態
度
の
な
か
に
文
化
的
に
蓄
積
さ
れ
た

知
識
を
一
方
と
し
、
社
会
的
生
活
形
式（so

zia
le L

eb
en
sfo
rm
en

）（
も

し
く
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
社
会
的
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
い
う
代
わ
り
に
用
い

た
、
生
活
領
域
、
生
活
秩
序
）を
他
方
と
す
る
こ
の
変
換
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
た
理
念
と
利
害
を
結
ぶ
経
路
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
、
こ
こ
に
出
発
し
、「
文
化
人
間
（K

u
ltu
rm
en
sch

en

）」
あ
る
い

は
社
会
化
さ
れ
た
諸
個
人
が
、欲
求
を
持
ち
そ
れ
を
充
足
さ
え
る
一
方
で
、

他
方
で
は
意
味
の
関
連
性
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
解
釈

や
意
味
付
け
を
行
な
う
の
で
あ
る
。」（Ju

rg
en
 
H
a
b
erm

a
s,
T
h
eorie

 
d
es kom

m
u
n
ikativen

 
H
an
d
eln
s
,
1.B

d
.,
S
u
h
rk
a
m
p
,
F
ra
n
k
fu
rt

 
a
.M
.
1981(4.A

u
fl.
1987,

E
d
itio

n S
u
h
rk
a
m
p 1987,

S
.264

）

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
切
り
詰
め
ら
れ
た
表
現
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
や
ハ
ー
バ
マ
ス
で
は

か
な
り
饒
舌
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
発
想
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

社
会
の
最
小
単
位
は
「
個
人
」
で
あ
り
、
社
会
学
的
考
察
の
最
小
の
対
象
は
「
個

人
」
の
「
行
為
」
な
の
だ
と
彼
ら
は
考
え
て
い
る
。
社
会
と
い
う
複
雑
な
研
究

対
象
も
、
最
小
の
単
位
で
あ
る
「
個
人
」
に
ま
で
分
割
し
て
い
っ
て
、
個
人
の

抱
く
「
主
観
的
意
味
」
や
個
人
の
間
の
「
相
互
行
為
」
を
究
明
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
「
社
会
」
を
理
解
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
問
題
は
「
個
人
」
と
「
社
会
」
を
結
ぶ
連
絡
路

の
よ
う
な
も
の
を
あ
れ
こ
れ
考
え
、
そ
れ
ら
し
い
名
前
で
呼
び
変
え
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
「
社
会
理
論
」
が
自
己
産
出
さ
れ
て
い
く
。
本
稿
で
は
先
に
ギ
デ

ン
ズ
の
「
反
照
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。「
社
会
」
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
社
会
的
行
為
」
な
の
で
あ
る
。
特
定
の

思
考
様
式
が
一
旦
権
威
あ
る
理
論
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
と
、
多
く
の

人
々
は
そ
の
枠
組
か
ら「
社
会
」を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う「
人
々
」

と
は
、
社
会
学
理
論
の
研
究
者
だ
け
で
は
な
い
。
再
生
産
さ
れ
て
い
く
理
論
は
、

い
つ
し
か
「
常
識
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
種
の
回
路
を
通
じ
て
社
会

生
活
を
送
る
多
く
の
人
々
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、

多
く
の
人
々
が
長
年
に
わ
た
っ
て
教
え
ら
れ
て
き
た
「
常
識
」
に
従
っ
て
行
為

す
る
こ
と
で
、
当
の
「
常
識
」
を
実
現
し
、
日
々
再
生
産
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
は
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
社
会
」
を
形

成
し
て
い
る
と
考
え
る
理
解
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
自
身
が
生
活
す
る
社
会
を

作
り
出
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ギ
デ
ン
ズ
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
社
会
学
や
社
会

学
理
論
そ
の
も
の
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
「
社
会
的

行
為
」な
の
で
あ
る
。と
り
わ
け
ギ
デ
ン
ズ
の
よ
う
な
高
名
な
社
会
学
者
｜

知

識
人
｜

が
各
種
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
発
言
し
、
自
国
の
政
権
に
助
言
を
与

え
、
弟
子
や
協
力
者
を
世
界
中
の
有
力
大
学
や
政
府
機
関
の
ポ
ス
ト
に
つ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
理
論
」
は
拡
大
再
生
産
さ
れ
「
常
識
」
と
な
っ
て
い
く
。
そ

し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
パ
ー
ソ
ン
ズ
や
ハ
ー
バ
マ
ス
と
い
っ
た
先

行
す
る
権
威
者
た
ち
の
議
論
と
と
も
に
「
個
人
に
終
始
す
る
社
会
学
」
と
い
う

常
識
を
日
々
再
生
産
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、「
個
人
に
終
始
す
る
社
会

学
」
以
外
に
あ
り
う
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
種
の
常
識
、あ
る
い
は
社
会
像
が
共
有
さ
れ
再
生
産
さ
れ
て
い
く
中
で
、

人
々
は
自
分
た
ち
で
作
り
出
し
た
議
論
の
限
界
を
、
い
つ
の
間
に
か
人
間
の
思
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考
そ
の
も
の
の
限
界
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。「
個
人
に
終
始
す
る
社
会

学
」は
、そ
も
そ
も
社
会
と
い
う
複
雑
な
対
象
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
｜

約

束
事
｜

で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
個
人
」
と
い
う
約
束

事
が
、
い
つ
の
間
に
か
唯
一
の
実
在
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
思

考
の
可
能
性
を
奪
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
先
に
引
用
し
た
箇
所

の
少
し
後
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、社
会
シ
ス
テ
ム
は
十
分
に
具
体
的
な
社
会
的

行
為
シ
ス
テ
ム
の
構
造
化
の
三
つ
の
側
面
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
二

つ
は
、
個
人
行
為
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
と
、
行
為
者
の
行
為

の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
文
化
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ

の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
う
ち
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
理
論
的
に
は
他
の
一

つ
ま
た
は
他
の
二
つ
の
組
合
せ
の
概
念
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
行
為
シ
ス
テ
ム
の
諸
要
素
を
編
成
す
る
独
立
の
焦
点
で
あ
る
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
文
化
な
し
に
、
社
会
シ

ス
テ
ム
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
同
様
の
こ
と
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と

文
化
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
他
の
二

つ
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
相

互
依
存
や
相
互
浸
透
は
、還
元
可
能
性
と
は
非
常
に
違
っ
た
事
柄
で
あ
る
。

還
元
可
能
性
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
部
類
の
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
属
性

と
過
程
を
、
他
の
二
つ
の
部
類
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
の
一
方
ま
た
は
双
方

に
関
す
る
理
論
的
知
識
か
ら
、
理
論
上
は
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
の
準
拠
枠
は
こ
れ
ら
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
の
す
べ

て
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
者
の
あ
い
だ
で
の
あ
る

種
の
「
変
換
」（tra

n
sfo
rm
a
tio
n
s

）
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
企
て
ら
れ
て
い
る
理
論
の
水
準
で
は
、
社
会
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、

文
化
の
三
シ
ス
テ
ム
が
単
一
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。

も
っ
と
も
他
の
な
ん
ら
か
の
理
論
水
準
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。」（
パ
ー
ソ
ン
ズ
同
書
、
十
一
｜
十
二
頁
、
た
だ
し
訳
語
一
部

変
更
）

こ
の
種
の
議
論
を
批
判
的
な
立
場
か
ら
論
難
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
「
社
会
」
と
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
（
人
格
）」
と
「
文
化
」
を
そ

れ
ぞ
れ
別
個
の
独
立
し
た
存
在
と
し
て
考
え
る
根
拠
は
何
な
の
か
？

個
人
の

「
人
格
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）」
と
「
社
会
」
を
区
別
す
る
思
考
が
問
題
を
は
ら

ん
で
い
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、「
社
会
」
と
「
文
化
」
と
い
う
の
は
ど
う

や
っ
て
区
別
で
き
る
の
か
？

と
り
わ
け
「
文
化
」
と
い
う
概
念
を
非
常
に
広

い
意
味
で
と
ら
え
る
文
化
人
類
学
者
に
と
っ
て
は
、「
文
化
シ
ス
テ
ム
」
と
「
社

会
シ
ス
テ
ム
」
の
相
互
依
存
や
相
互
浸
透
な
ど
と
い
う
記
述
自
体
が
、
す
で
に

強
度
の
苛
立
ち
を
覚
え
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
「
文
化
」
と
い
う
概

念
を
勝
手
に
切
り
裂
い
て
「
社
会
」
と
「
文
化
」
に
一
刀
両
断
し
、
両
者
の
不

可
分
な
関
係
を
「
相
互
依
存
」
や
「
相
互
依
存
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
ご
ま
か

し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
流
の
理
論
構
成
に
あ
る
程
度
以
上
の
理
解
を

示
す
人
々
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
あ
げ
る
三
つ
の
概
念
を
、
認
識
上
の
約
束
事
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
反
論
す
る
。
そ
も
そ
も
「
社
会
」
と
い
う
概
念
を
約
束
事

と
し
て
議
論
を
出
発
さ
せ
る
の
が
社
会
学
で
あ
り
、「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
（
人

格
）」
と
「
文
化
」
も
ま
た
特
定
の
モ
ノ
の
よ
う
な
実
体
と
し
て
実
在
す
る
わ
け

で
は
な
く
て
、複
雑
な
対
象
を
分
析
し
記
述
す
る
た
め
の
約
束
事
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
異
な
っ
た
定
義
に
よ
る
理
論
構
成
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を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
反
論
を
続
け
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
や
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
影
響
を

見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
い
う
人
物
自
身
の
学
問
的
経

歴
を
考
え
る
な
ら
ば
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
伝
統
を
掲
げ
る

彼
ら
は
、
概
念
の
実
在
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
否
定
し
、
約
束
事
と
し
て
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
こ
そ
が
人
間
に
よ
る
学
問
的
認
識
の
唯
一
の
手
段
だ
と
繰
り
返
す
。
こ

の
た
め
学
問
的
（
科
学
的
）
認
識
を
確
実
に
す
る
た
め
に
は
、
肝
心
要
の
「
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
あ
る
い
は
「
概
念
」
を
厳
密
に
論
じ
る
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
わ

け
で
、
こ
の
種
の
著
者
た
ち
が
書
い
た
著
作
の
冒
頭
に
は
、
毎
度
、
延
々
と
概

念
規
定
の
議
論
が
続
い
て
い
く
（
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
術
語
を
い
か
に
日
本
語

（
漢
語
）に
訳
す
の
か
と
い
う
議
論
で
長
い
議
論
が
終
始
す
る
日
本
の
学
者
の
議

論
も
そ
の
後
継
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
）。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
冒
頭

に
登
場
し
た
概
念
規
定
が
全
巻
を
通
じ
て
何
度
も
再
登
場
し
、
結
論
も
多
く
の

場
合
、
冒
頭
で
自
分
が
行
っ
た
概
念
規
定
が
い
か
に
有
効
で
あ
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
ど
の
よ
う
な
点
で
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
後
の
課
題

で
あ
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
議
論
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
例
と
し

て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
遺
稿
『
経
済
と
社
会
』
を
挙
げ
れ
ば
十
分

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
な
ど
は
延
々
と
続
く
概
念
規
定
だ
け
で
膨
大
な
全
巻
が
埋
め

尽
く
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
す
ぐ
前
に
引
用
し
た
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」
は
、

編
者
の
手
で
、
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
小
編
で
あ
っ

２た
。
ま
さ
に
新
カ
ン
ト
派

の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
後
を
う
け
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の『
社
会
シ
ス
テ
ム
』は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」
で
行
っ
た
概
念
規
定
を
さ
ら
に
精
緻
化
し
て

い
る
、
と
い
え
ば
最
も
献
身
的
な
パ
ー
ソ
ン
ズ
主
義
者
で
も
満
面
の
笑
み
で
頷

い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、「
方
法
論
的
個
人
主
義
」に
限
っ

て
い
え
ば
パ
ー
ソ
ン
ズ
ほ
ど
献
身
的
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
路
線
を
走
り
続
け
た
後

継
者
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
両
者
の
間
に
違
い
が
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
懐
疑
と
裏
腹
の
試
行
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
概
念
規
定
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
あ
っ
て
は
自
信
に
満
ち
た
規
定
事
実
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」
が
著
者

の
晩
年
の
テ
キ
ス

３ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
『
社
会
シ
ス
テ
ム
』

は
か
な
り
早
い
時
期
の
著
作
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

試
行
錯
誤
の
末
に
行
き
着
い
た
地
点
か
ら
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
自
信
に
満
ち
て
仕

事
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。

議
論
を
元
に
戻
す
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
流
社
会
学
の
一
つ
の
帰
結
は
方
法
論

的
個
人
主
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、
方
法
論
的
個
人
主
義
は
本
稿
で
論
じ
て
き
た

よ
う
に
、
決
し
て
方
法
の
次
元
だ
け
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
論

者
に
と
っ
て
は
社
会
観
や
人
生
観
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。彼
ら
は「
個

人
」
を
究
極
の
実
在
で
あ
る
と
硬
く
信
じ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
「
個
人
」
な
く

し
「
社
会
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
は
な
い
に
せ
よ
、
無
意
味

で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
立
場
に
沿
っ
て
い
え

ば
、「
個
人
」
と
い
う
分
析
枠
組
み
が
な
く
て
は
「
社
会
」
を
説
得
力
の
あ
る
形

で
理
解
し
た
り
、
説
明
し
た
り
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー

も
パ
ー
ソ
ン
ズ
も
、
そ
し
て
彼
ら
の
熱
心
な
読
者
た
ち
も
、
共
通
し
て「
個
人
」

こ
そ
が
究
極
の
実
在
で
あ
る
と
実
質
的
に
信
じ
切
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
信
念
な
く
し
て
、
彼
ら
が
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
個
人
に
終
始

す
る
議
論
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
新
カ
ン
ト
派
の
流
儀
に
従
っ
て
、「
個

人
」
を
単
な
る
約
束
事
と
み
な
し
、
他
に
も
あ
り
う
る
選
択
肢
の
一
つ
で
し
か
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な
い
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
、
彼
ら

の
議
論
を
眺
め
回
し
て
も
、
他
の
選
択
肢
を
選
ん
で
い
る
事
例
が
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
新
カ
ン
ト
派
流
の
議
論
が
密
か
に
は
ら
ん
で
い
る

二
重
基
準

ダブルスタンダード
や
い
か
が
わ
し
さ
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
決
し
て
的
外
れ
な
判
断

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
批
判
者
に
応
答
す
る
と
き
に
は「
単
な
る
約
束
事
」

や
「
他
に
も
あ
り
う
る
可
能
性
」
を
強
調
す
る
が
、
価
値
観
を
共
有
す
る
仲
間

内
で
は
ま
さ
に
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
始
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
社
会
学
理
論
だ
け
で
は
な
く
新
カ
ン
ト
派
の
流
れ
に
属
す
る
種
々
の
領
域
の

議
論
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
念
頭
に
お
い
て
い
て
損
の
な
い
「
約
束
事
」
で
あ

る
に
違
い
な
い
。

15．

社
会
と
い
う
機
械

メカニズム

本
稿
で
は
狭
義
の
社
会
学
以
外
の
文
献
も
見
な
が
ら
議
論
を
続
け
て
き
た
。

社
会
学
と
い
う
学
問
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
特
定
の
学
派
の
議
論
が
絶
対
的
な
権

威
を
誇
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
結
果
、

特
定
の
形
の
議
論
が
社
会
学
全
体
を
覆
う
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
大
規
模

な
学
派
の
内
部
で
の
精
緻
化
が
果
て
し
な
く
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
も
少
な

く
、
他
に
あ
り
う
る
選
択
肢
が
排
除
さ
れ
る
と
い
っ
た
現
象
も
見
ら
れ
な
い
。

や
る
気
満
々
で
自
分
の
能
力
に
自
信
が
あ
る
社
会
学
者
の
多
く
は
、
特
定
の
学

派
の
議
論
を
延
々
再
生
産
し
て
い
く
よ
り
は
、
別
領
域
の
知
恵
を
借
り
て
き
て

別
の
学
派
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
好
む
。
極
端
に
言
え
ば
、
権
威
は
常
に
社
会

学
の
外
部
に
あ
る
。
哲
学
諸
派
の
見
解
を
掲
げ
る
理
論
社
会
学
者
と
農
業
経
済

学
や
農
政
に
造
詣
の
深
い
農
村
社
会
学
者
の
間
に
共
通
の
論
点
が
ほ
と
ん
ど
な

い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
が
社
会
学
の
軽
薄
さ
や
素
人
臭
さ
、
知
識
の
系
統
的
蓄

積
の
欠
如
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
実
証
的
な
知
識
の
蓄

積
に
よ
っ
て
立
派
な
社
会
科
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
立
場
の
人
々
の
努
力

も
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
流
行
の
変
動
、
議
論
の
力
点
の
移
動
の
た
め
に
悩
ま
さ

れ
る
。
後
に
残
さ
れ
る
の
は
、
一
時
期
大
き
な
勢
力
を
振
る
い
な
が
ら
も
、
す

ぐ
後
に
は
同
業
者
の
袋
叩
き
に
あ
っ
て
失
墜
し
た
権
威
や
権
威
者
の
記
憶
ば
か

り
で
あ
る
。「
客
観
的
知
識
」を
蓄
積
し
よ
う
に
も
、
ど
の
よ
う
な
知
識
が
研
究

に
値
し
、
蓄
積
に
値
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
が
時
代
に
よ
っ

て
変
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
経
済
学
と
比
較
す
れ
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
経
済
学

に
は
貨
幣
と
い
う
不
変
の
基
準
が
存
在
す
る
。
少
な
く
と
も
貨
幣
経
済
が
成
立

し
て
い
る
範
囲
の
社
会
で
は
、
貨
幣
と
い
う
基
準
は
普
遍
的
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
貨
幣
経
済
が
い
っ
た
ん
深
く
行
き
渡
っ
た
社
会
は
経
済
学
か
ら
は
逃

れ
ら
れ
な
い
し
、
貨
幣
経
済
が
普
及
す
る
こ
と
な
く
し
て
経
済
学
は
成
立
で
き

な
い
。

と
こ
ろ
が
、社
会
学
に
は
経
済
学
に
と
っ
て
の
貨
幣
に
当
た
る
も
の
は
な
い
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
貨
幣
は
数
値
化
に
適
し
て
い
る
。
適
し
て
い
る

と
い
う
よ
り
も
、
貨
幣
は
数
値
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
客
観
的
数
値
に

依
存
し
た
「
科
学
」
を
構
築
す
る
の
が
経
済
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社

会
学
に
は
客
観
的
な
数
値
化
に
適
す
る
研
究
対
象
が
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
こ

そ
が
社
会
学
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
同
意
を
集
め
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
都
市
の
人
口
を
数
値
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
容
易
だ

が
、
そ
れ
は
通
常
都
市
社
会
学
の
対
象
で
あ
っ
て
、
社
会
学
全
般
の
問
題
で
は
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な
い
。
そ
も
そ
も
人
口
学
と
い
う
別
個
の
学
問
が
存
在
す
る
。
特
定
の
社
会
階

層
の
得
て
い
る
賃
金
を
数
値
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
思
い
つ
く
が
、

賃
金
だ
け
を
中
心
に
扱
う
の
で
は
、
経
済
学
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
社

会
学
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
平
均
寿
命
や
平
均
の
通

勤
時
間
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
ど
れ
も
こ
れ
も
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
社
会
学
の
根
本
概
念
」
と
し
て
提
示
し
た
議

論
に
も
、
実
は
同
様
の
難
問
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
社

会
学
」
の
根
本
を
「
個
人
」
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
出
発
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

個
人
に
終
始
す
る
学
問
が
な
ん
で
社
会
学
な
の
か
？
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
個

人
に
終
始
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
や
歴
史

家
た
ち
が
行
っ
て
き
な
思
索
と
具
体
的
に
ど
こ
が
異
な
る
の
か
？
と
い
う
問
い

で
も
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、
社
会
学
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ

て
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
社
会

学
」
は
所
与
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
複
数
の
領
域
を
横
断
す
る

人
々
に
と
っ
て
は
か
な
り
の
難
問
で
あ
る
。
現
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
方
法
論

的
個
人
主
義
」
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
哲
学
や
、
当
時
隆
盛
誇
っ
て
い
た

歴
史
主
義
の
社
会
科
学
（
歴
史
学
派
国
民
経
済
学
や
歴
史
法
学
）
に
分
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
二
十
世
紀
の
後
半
に
失
墜
し
た

新
カ
ン
ト
派
や
歴
史
主
義
の
「
残
滓
」
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
仕
事
と

し
て
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

少
し
突
き
放
し
た
地
点
か
ら
い
え
ば
、
社
会
学
と
い
う
の
は
常
に
他
の
領
域

か
ら
着
想
を
受
け
取
っ
て
広
義
の
「
社
会
」
に
つ
い
て
考
え
る
試
み
の
総
称
で

あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
権
威
や
準
拠
枠
組
（
フ
レ
ー
ム
・

オ
ブ
・
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
）
は
、
外
部
に
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
取
替
え
可
能
な
の

で
あ
る
。
経
済
学
に
準
拠
す
る
社
会
学
者
と
現
象
学
派
の
哲
学
や
生
の
哲
学
に

準
拠
す
る
社
会
学
者
の
間
に
接
点
が
少
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
時
代
の
「
社
会
学
」
が
新
カ
ン
ト
派
や
歴
史
主

義
を
外
部
の
権
威
と
し
て
参
照
し
て
い
た
の
に
対
し
、
二
十
世
紀
後
半
の
社
会

学
は
別
の
権
威
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

「
歴
史
」
の
失
墜
で
あ
る
。
前
の
時
代
の
人
々
が
「
歴
史
」
に
熱
心
に
取
り
組
ん

で
い
た
の
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
社
会
学
理
論
か
ら
「
歴
史
」
は
放
逐
さ
れ

る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
決
定
的
な
相
違
が
こ
こ
に
あ
る
。

二
十
世
紀
後
半
の
社
会
学
理
論
が
手
本
と
し
て
き
た
の
は
、
物
理
学
的
な
自

然
科
学
の
理
論
構
成
で
あ
る
。「
シ
ス
テ
ム
」
や
「
機
能
」
や
「
変
数
」
と
い
っ

た
言
葉
を
頻
繁
に
用
い
る
そ
れ
ら
の
理
論
は
、
社
会
を
複
雑
な
機
械
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
で
、
歴
史
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
現
に
今
日
の
読
者
は

「
資
本
主
義
」
や
「
家
内
制
手
工
業
」
あ
る
い
は
「
封
建
制
」
と
い
っ
た
用
語
よ

り
も
、「
シ
ス
テ
ム
」
や
「
機
能
」
や
「
変
数
」
の
よ
う
な
用
語
に
、
あ
る
種
の

斬
新
さ
や
高
度
な
理
論
構
成
を
期
待
す
る
よ
う
に
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
。

二
十
世
紀
は
身
の
回
り
の
「
機
械
」
が
次
々
と
進
歩
し
て
い
く
時
代
で
あ
り
、

機
械
こ
そ
が
常
に
新
た
な
人
間
の
知
の
営
み
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
無
機
物
か

ら
な
る
機
械
は
、
そ
の
部
品
の
次
元
で
は
変
化
し
な
い
存
在
で
あ
る
。
完
成
し

た
機
械
で
あ
る
自
動
車
や
携
帯
電
話
は
、
日
々
の
使
用
で
劣
化
し
、
故
障
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
や
携
帯
電
話
を
構
成
し
て
い
る
鉄
板

や
ガ
ラ
ス
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
適
切
に
管

理

コントロールす
れ
ば

ほ
と
ん
ど
永
久
に
不
変
の
形
で
保
存
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
機
械
（
メ
カ
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ニ
ズ
ム
）
と
は
、
変
化
し
な
い
部
品
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
シ
ス
テ

４ム
な
の
で

あ
る
。

「
社
会
の
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
」と
い
っ
た
言
い
方
は
、
も
ち
ろ
ん
今
日
で
も

そ
れ
ほ
ど
古
臭
い
印
象
は
与
え
な
い
。
自
動
車
に
せ
よ
飛
行
機
に
せ
よ
原
子
力

発
電
所
に
せ
よ
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
設
計
に
改
良
が
加
え
ら
れ
、
次
々
と

新
型
が
登
場
し
て
く
る
と
い
う
意
味
で
は
「
歴
史
」
を
取
り
込
む
が
、
一
旦
完

成
し
た
各
々
の
機
械
は
基
本
的
に
改
良
不
能
で
、
修
理
が
不
能
に
な
り
、
古
く

な
り
役
に
立
た
な
く
な
る
と
、
新
品
に
よ
っ
て
代
替
す
る
ほ
か
は
な
い
。
機
械

（
メ
カ
ニ
ズ
ム
）は
、
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
要
素
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
、
ま

さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
修
復
や
改
良
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
古

く
な
っ
た
自
動
車
を
修
理
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
層
古
く

な
っ
て
誰
も
顧
み
な
く
な
っ
た
技
術
に
あ
わ
せ
て
設
計
さ
れ
た
自
動
車
を
、
あ

え
て
復
元
し
て
走
ら
せ
る
こ
と
は
、
趣
味
や
学
術
の
課
題
で
あ
っ
て
、
実
用
品

と
し
て
の
自
動
車
の
課
題
で
は
な
い
。
や
は
り
機
械
は
、
そ
れ
を
設
計
し
た
時

点
で
の
設
計
者
の
意
図
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
動
車
も
飛
行
機
も

携
帯
電
話
も
、
新
品
の
状
態
が
最
良
で
あ
り
、
あ
と
は
劣
化
し
て
い
く
宿
命
に

あ
る
。

し
か
し
、
人
間
が
生
活
し
、
日
々
再
生
産
し
て
い
る
社
会
は
、
本
当
に
自
動

車
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
？
と
い
う
疑
問
が
沸
い
て
く
る
の
も
自
然
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
、
社
会
は
、
自
動
車
の
よ
う
な
機
械
で
は
な
く
て
、
自
動
車
を
必

要
と
し
、
生
産
し
、
流
通
し
、
修
理
し
、
廃
棄
し
、
新
し
く
購
入
す
る
と
い
っ

た
、
も
っ
と
広
範
囲
で
、
も
っ
と
流
動
的
な
営
み
な
の
で
は
な
い
の
か
？
と
い

う
疑
問
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
自
動
車
や
携
帯
電
話
自
体
は
不
変
の

存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
生
産
し
た
り
、
使
用
し
た
り
す
る
人
間
と
そ
の
社
会

は
日
々
変
化
し
て
い
る
。
人
間
社
会
に
、
不
変
の
部
分
と
変
化
す
る
部
分
が
存

在
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
人
間
社
会
が
人
間
社
会
で
あ
り
う
る
要
件
は
、

変
化
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
機
械
に
な
ぞ
ら
え
て
社
会
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
理
論
は
、
常
に

変
動
し
つ
つ
あ
る
人
間
社
会
の
な
か
か
ら
不
変
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
い

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
不
動
の
要
素
で
無
理
や
り
動
態
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
は
じ
め
か
ら
無
理
な
設
定

を
強
引
に
押
し
通
し
て
お
き
な
が
ら
、他
人
の
行
な
っ
た
説
明
に
難
癖
を
つ
け
、

互
い
に
「
無
理
だ
」、
あ
る
い
は
「
破
綻
し
た
」
と
批
判
し
合
っ
て
い
る
だ
け
な

の
で
は
な
い
か
？

16．

客
観
的
で
完
全
な
社
会

話
が
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
な
の
だ
が
、
こ
の
疑
問
は
長
年
に
わ
た
っ
て
頭

か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
社
会

学
全
般
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
書
い
た
り
す
る
こ
と
自
体
が
ひ
ど
く
不
誠
実
な

行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
が
信
じ
て
も
い
な
い
過
去
の
教
説

や
決
ま
り
文
句
を
そ
の
ま
ま
他
人
に
押
し
付
け
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
あ
る
。

多
く
の
人
々
が
そ
う
い
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
は
ど
う
し

て
も
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
模
索
の
中
で
出
会
っ
た
の
が
、
ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
ベ
ル
ギ
ー
の
物
理

学
者
・
科
学
哲
学
者
イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
次
の
意
味
深
い
一
文
で
あ
る
。

「
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
科
学
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
、普
遍
的
、決
定
論
的
で
、

観
測
者
に
基
準
を
置
か
な
い
と
い
う
意
味
で
客
観
的
で
あ
り
、
ま
た
、
時
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間
の
支
配
を
逃
れ
た
レ
ベ
ル
で
の
記
述
を
す
る
限
り
完
全
で
あ
る
よ
う
な

自
然
観
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。」（
イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
、
イ
ザ

ベ
ル
・
ス
タ
ン
ジ
ュ
ー
ル
『
混
沌
か
ら
の
秩
序
』、
み
す
ず
書
房
一
九
八
七

年
（
原
書
一
九
八
四
年
）、
二
八
四
頁
）

プ
リ
ゴ
ジ
ン
は
、（
デ
カ
ル
ト
や
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
カ
ン
ト
を
経
て
ウ
ェ
ー

バ
ー
、
そ
し
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
至
る
自
然
科
学
・
哲
学
・
社
会
科
学
の
展
開
を
、

見
事
訳
文
三
行
で
言
い
表
わ
し
て
い

５る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
考
え
を
哲
学

に
導
入
し
た
の
が
カ
ン
ト
で
あ
り
、
大
雑
把
に
い
え
ば
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
哲

学
（
観
念
論
）
を
社
会
学
に
定
着
さ
せ
た
の
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
そ
の
後
継
者

た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
共
通
す
る
発
想
は
、
一
言
で
い
え
ば
、「
個
人
に
終
始

し
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
静
的
世
界
」で
あ
る
。
プ
リ
ゴ
ジ
ン
が
い
う
よ
う
に
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
科
学
は
「
時
間
の
支
配
を
逃
れ
る
こ
と
」
で
動
き
の
な
い
静
的

な
（sta

tic

）
世
界
を
想
定
す
る
。
時
間
の
支
配
を
逃
れ
「
普
遍
的
」
で
あ
る
こ

と
は
、
カ
ン
ト
の
出
発
点
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
は
自
然
科
学
の
対
象

を
越
え
た
人
間
の
世
界
で
「
決
定
論
」
が
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
。
カ
ン
ト
｜

カ
ン
ト
哲
学
の
再
興
を
掲
げ
た
新
カ
ン
ト
派
｜

の
考

え
で
は
、
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
に
は
、
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係（
決
定
論
）

で
説
明
で
き
る
問
題
と
、
よ
り
複
雑
で
単
純
な
図
式
で
は
説
明
で
き
な
い
問
題

と
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
新
カ
ン
ト
派（
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
）

の
議
論
が
出
発
し
た
。
新
カ
ン
ト
派
に
よ
れ
ば
、
自
然
科
学
が
課
題
と
す
る
単

純
な
因
果
関
係
の
説
明
（
法
則
定
立
科
学
）
と
個
性
的
な
各
主
体
に
よ
る
複
雑

に
入
り
組
ん
だ
相
互
的
関
係
の
理
解
（
個
性
記
述
科
学
）
は
、
ま
っ
た
く
別
個

の
科
学
で
あ
る
。
一
方
に
は
切
り
詰
め
ら
れ
た
単
純
さ
が
あ
り
、
他
方
に
は
よ

り
複
雑
な
状
態
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。「
科
学
」と
し
て
の
完
成

度
で
は
前
者
に
軍
配
が
上
が
る
が
、
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
は
は
る
か
に
多
様

で
あ
る
と
い
う
の
が
後
者
の
主
張
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
新
カ
ン
ト
派
に
し
た
が
っ
て
「
自
然
科
学
」
に
対

決
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
が
、
そ
の
半
面
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
静
的
科
学
を
あ
く

ま
で
も
保
持
し
て
い

６た
。
す
な
わ
ち
、「
個
人
」を
座
標
軸
の
中
心
に
据
え
、
そ

こ
に
終
始
す
る
こ
と
で
、「
社
会
学
」に
確
固
と
し
た
基
盤
を
与
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
た
ち
と
も
一

致
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
批
判
を
し
な
が
ら
も
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
科
学
の
有
効
性
そ
の
も
の
に
対
し
て
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
こ
と

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
彼
ら
が
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
よ
う
な
物
理
学
者
が
、
自
分
た
ち
の
本
来
の
縄
張
り
を
は
み
出
し
て
強

引
な
形
で
人
文
社
会
科
学
の
領
域
に
侵
略
し
て
く
る
の
を
防
御
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。「
お
説
は
ご
も
っ
と
も
で
す
が
、
う
ち
に
は
別
の
事
情
が
あ
る
の
で

す
!
」
と
い
う
わ
け
で
、
自
然
科
学
的
な
説
明
図
式
か
ら
、
人
文
社
会
科
学
を

保
護
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
、「
客
観
性
」を
新
カ
ン
ト
派
の
意
味
で
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
普
遍
的
な
意
味

で
の
「
客
観
性
」
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
研
究
者
（
観
測
者
）
自
身
の

意
図
は
、
決
し
て
客
観
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
定
の
社
会
問
題
に
つ
い

て
論
じ
る
場
合
、
論
者
（
研
究
者
、
観
測
者
）
が
い
く
ら
客
観
的
で
あ
ろ
う
と

願
っ
て
も
、
そ
の
社
会
問
題
が
論
じ
る
に
値
す
る
と
考
え
る
こ
と
自
体
は
、
決

し
て
客
観
的
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
問
題
を
、
そ
れ
が
重
要
で

あ
る
と
し
て
再
三
論
じ
る
こ
と
自
体
が
、
そ
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
個

人
（
集
団
）
的
価
値
判
断
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
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た
り
前
の
こ
と
で
、
人
は
重
要
で
は
な
い
と
考
え
る
問
題
に
つ
い
て
、
膨
大
な

資
金
を
つ
ぎ
込
ん
で
詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
た
り
、
大
勢
の
人
員
を
動
員
し
て

討
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
大
部
な
著
作
を
書
く
こ
と
も
な
い

わ
け
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
人
文
社
会
科
学
に
あ
っ
て
は
、「
論
じ
る
こ
と
」

自
体
が
、
特
定
の
価
値
判
断
を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
い
う
「
観
測
者
に
基
準
を
置
か
な
い
と
い
う
意
味

で
客
観
的
」
と
い
う
こ
と
が
別
様
の
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
然
科

学
は
、（
議
論
は
あ
る
に
せ
よ
）「
観
測
者
（
研
究
者
、
論
者
）
を
除
外
し
て
論

じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
客
観
性
」を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
文
社
会
科
学
の
領
域
で
は
、
問
題
を
論
じ
て

い
る
論
者
（
観
測
者
、
研
究
者
）
自
身
が
、
日
々
特
定
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
社
会
問
題
」
を
作
り
出
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、「
社
会
問

題
」
は
論
じ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
論
じ
る
と
、
あ
る
種
の
論
者
は
、「
そ
れ
で
は
、
研
究
者
が
論
じ

な
け
れ
ば
、
社
会
問
題
は
存
在
し
な
い
の
か
？
」、
あ
る
い
は「
日
々
新
聞
紙
上

を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
社
会
問
題
は
ど
う
な
ん
だ
？
」、「
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
は
、

路
上
生
活
者
の
困
窮
は
幻
想
な
の
か
？
」
と
い
っ
た
反
論
を
す
る
だ
ろ
う
。
彼

ら
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
社
会
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
は
、
研
究

者
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
現
場
の
人
々
を
苦
し
め
て
い
る
。研
究
者
の
使
命
は
、

そ
の
種
の
「
声
に
な
ら
な
い
苦
し
み
」
を
発
見
し
、
声
を
与
え
、
言
葉
と
し
て

社
会
に
訴
え
か
け
る
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
の
が
主
張
で
あ
る
。
多
く
の
問
題

は
、
人
知
れ
ず
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
多
く
の
人
々

が
持
た
な
い
能
力
や
技
能
を
も
っ
た
専
門
家
の
任
務
な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
？

そ
の
種
の
事
例
が
歴
史
上
の
印
象

的
な
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
声
に
な

ら
な
い
苦
し
み
」
の
多
く
は
、
広
く
知
ら
れ
た
言
説
の
型
に
当
て
は
め
ら
れ
る

こ
と
で
は
じ
め
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
、当
て
は
ま
り
に
く
い
事
例
で
も
無
理
や
り
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て「
言

葉
」
と
し
て
再
生
産
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
動
態
を
し
ば
ら
く
観
察
し
て
い
る

と
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
信
じ
る
「
社
会
問
題
」

の
か
な
り
の
部
分
は
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

少
数
の
専
門
家
に
と
っ
て
は
「
何
を
い
ま
さ
ら
」
と
い
う
問
題
を
、
メ
デ
ィ
ア

が
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
に
い
っ
せ
い
に
「
発
見
」
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

あ
れ
も
こ
れ
も
、
あ
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
、
と
い
う
わ
け
で
、
何
ら
か
の
形
で

の
「
名
付
け
」
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
を
経
る
と
、
突
然
「
発
見
」
が
相
次
ぐ
よ
う

に
な
る
。
と
り
わ
け
、
重
要
な
国
政
選
挙
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
の

発
見
力
は
一
気
に
高
ま
る
。
そ
の
場
合
、
あ
た
か
も
そ
れ
ま
で
は
同
種
の
問
題

が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り

え
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
は
日
常
生
活
の
常
識
で
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、日
々
の
新
聞
の「
論

説
」
や
テ
レ
ビ
の
「
特
集
」
で
、
こ
れ
こ
そ
が
最
重
要
の
社
会
問
題
だ
!
と
い

う
調
子
で
論
じ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
多
少
再
考
す
れ
ば
納
得
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、
マ
ス
コ
ミ
は
「
社
会
問
題
」
を
日
々
生
産
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
こ
と
は
社
会
学
、
そ
し
て
社
会
科
学
全
般
に
つ
い
て

も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、「
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
静
的
世
界
」は
、
そ
れ
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自
体
が
社
会
的
行
為
で
あ
る
社
会
科
学
に
よ
っ
て
日
々
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
に
考
え
が
及
ぶ
。
つ
ま
り
、「
社
会
」と
は
客
観
的
な
も
の
で
あ

り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
「
社
会
」
と
は
基
本
的
に
不
変
の
静
的

な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
が
人
々
の
思
考

を
支
配
し
、
常
識
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
客
観

的
に
記
述
さ
れ
る
静
的
世
界
」
を
「
常
識
」
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
自
体
が
社

会
的
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
常
識
は
多
く
の
人
々
の
行
為
の
指
針
と
な

り
、
実
際
の
行
為
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
は
勤
勉
な
研
究
者
に
よ
っ
て
記
述
、

報
告
さ
れ
、
好
都
合
な
事
例
が
さ
ら
に
一
層
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ま
た
勤
勉
な
現
場
の
研
究
者
や
マ
ス
コ
ミ
人
が
、
自
ら
の
考
え
ど
お
り
に
行

為
す
る
人
々
の
姿
を
目
に
し
て
自
分
が
従
事
す
る
研
究
や
取
材
活
動
の
有
意
義

さ
を
再
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
研
究
論
文
に
著
書
に
、
新
聞
の
論
説
に
、
テ
レ

ビ
番
組
に
、
行
政
の
審
議
会
で
の
答
申
に
、
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
繰
り
返
し

書
く
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
読
ん
だ
行
政
担
当
者
や
一
般
読
者
が
、
そ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
「
常
識
」
を
学
習
し
、
さ
ら
に
…
…
、
ま
さ
に
言
説
と
行
為
の
循
環

状
態
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、「
個
人
」
に
終
始
す
る
「
社
会
」
や
、
観
察
者
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
な
「
社
会
」
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
種
の
「
社
会
」
を
作
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
く
る
と
、
お
そ
ら
く
一
つ
の
疑
問
が
読
者
の
脳
裏
に

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
経
験
主
義
的
な
実
感
に
基
づ
く
疑

問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
説
と
行
為
が
循
環
関
係
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が

客
観
的
に
観
察
可
能
な
事
実
を
構
成
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て

社
会
学
の
研
究
対
象
と
し
て
十
分
な
の
で
は
な
い
の
か
？

あ
る
い
は
、
常
人

で
は
理
解
不
可
能
な
超
越
的
・
形
而
上
学
的
な
論
理
で
し
か
発
見
さ
れ
な
い
よ

う
な
社
会
の
「
本
質
」
な
ど
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
種
の
循
環
関
係
に
あ
る

言
説
と
行
為
こ
そ
が
研
究
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
？
と
い

う
、
至
極
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
自
ら
を
「
個
人
」
で
あ
る
と
だ

け
自
覚
し
、
個
人
に
の
み
終
始
す
る
社
会
こ
そ
が
唯
一
の
現
実
の
社
会
で
あ
る

と
信
じ
、日
々
そ
の
種
の
実
感
に
沿
っ
て
の
み
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

「
個
人
」
こ
そ
が
、
い
や
「
個
人
」
だ
け
が
ま
ず
第
一
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
課
題

で
あ
る
に
違
い
な
い
。「
個
人
」
か
ら
説
明
で
き
な
い
要
素
は
、
せ
い
ぜ
い
「
例

外
」
で
あ
り
、「
過
誤
」
で
あ
り
、「
ノ
イ
ズ
（
雑
音
）」
で
し
か
な
い
と
し
て
一

蹴
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
や
過
誤
や
ノ
イ
ズ
は
排
除

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
取
り
去
っ
た
暁
に
は
、
誰
も
が
実
感

す
る
完
全
な
社
会
の
機
械

メカニズム
が
実
現
す
る
に
違
い
な
い
。
高
性
能
で
故
障
の
少
な

い
精
密
機
械
の
よ
う
な
社
会
こ
そ
が
理
想
社
会
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
議
論

を
展
開
し
て
い
く
と
ど
う
だ
ろ
う
か
？

は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
人
々
が
そ
れ

に
同
意
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

社
会
は
、
本
当
に
個
人
だ
け
か
ら
構
成
さ
れ
た
機
械

メカニズム
な
の
か
？

あ
る
い

は
、
こ
こ
で
い
う
「
個
人
」
と
い
う
の
は
、
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
で
き
た

機
械
の
部
品
の
よ
う
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
不
変
の
自
己
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
）
を
保
持
し
て
い
く
実
体
な
の
だ
ろ
う
か
？

あ
る
い
は
、
組
織
と

い
う
機
械

メカニズム
の
中
で
人
間
を
単
一
の
用
途
（
機
能
）
の
部
品
と
し
て
扱
う
こ
と
が
、

果
た
し
て
人
間
に
と
っ
て
正
当
な
こ
と
な
の
か
？

し
か
も
、
彼
ら
の
性
質
の

一
部
を
何
ら
か
の
形
で
数
値
化
し
、
部
品
の
性
能
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
？

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
数
値
に
し
た
が
っ
て
市
場
で
売
り
買
い
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

も
し
も
そ
う
な
ら
ば
そ
の
根
拠
は
？

疑
問
は
い
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く
ら
で
も
わ
い
て
く
る
。

疑
問
は
か
な
り
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、少
な
く
と
も
個
人
的
な
考
え
で
は
、

多
く
の
人
々
が
日
常
的
に
意
識
し
て
い
る
社
会
問
題
の
多
く
に
直
結
し
て
い

る
。
社
会
問
題
の
多
く
は
、
あ
る
い
は
こ
の
種
の
「
機
械

メカニズム
」
め
ぐ
る
言
説
の
連

鎖
の
結
果
と
し
て
日
々
再
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
特
定

の
不
変
の
「
社
会
問
題
」
が
、
石
に
刻
ん
だ
彫
像
の
よ
う
に
立
っ
て
人
々
を
見

お
ろ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
々
が
特
定
の
「
社
会
」
像
を
信
じ
、
そ
れ

に
あ
わ
せ
て
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
で
、
特
定
の
社
会
問
題
を
意
図
せ
ず
に

日
々
再
生
産
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

す
で
に
本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、「
個
人
」を
め
ぐ
る
超
越
論
や
形
而
上

学
が
長
年
に
わ
た
っ
て
人
々
の
思
考
を
拘
束
し
て
き
た
こ
と
を
自
覚
す
る
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
う
な
ら
ば
機
械

メカニズム
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
機
械

の
形
而
上
学
が
、そ
れ
自
体
と
し
て
社
会
的
な
影
響
を
振
る
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
何
が
起
こ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

議
論
を
元
に
戻
す
と
、
例
え
ば
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
に
対
す
る
今
日
の
批
判

者
た
ち
の
念
頭
に
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
定
式
化
し
た
「
形
而
上
学
」
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
は
、
自
覚
し
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
誇
ら
し
い
と
は

思
っ
て
い
な
い
「
現
実
」
を
前
に
し
て
し
ば
し
ば
苛
立
ち
を
感
じ
る
。
パ
ー
ソ

ン
ズ
の
理
論
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
世
界
を
描
き
出
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
慎
重
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
」
や
「
新
自
由
主
義
」
を
信
奉
す
る
人
々
が
最
も
素
朴
な
形
で
信

じ
て
い
る
「
社
会
」
こ
そ
が
「
パ
ー
ソ
ン
ズ
」
で
あ
る
。
現
に
、
ア
メ
リ
カ
主

導
の「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」が
緒
に
つ
い
た
頃
、
こ
の
社
会
学
者
の
議
論
は
グ
ロ
ー

バ
ル
社
会
学
の
地
位
を
確
定
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
社

会
を
支
配
す
る
常
識
や
通
念
、
あ
る
い
は
漠
然
と
し
た
「
現
実
」
に
対
し
て
、

批
判
的
な
言
辞
を
行
な
う
こ
と
を
習
慣
と
す
る
理
論
家
た
ち
は
、「
パ
ー
ソ
ン

ズ
」
に
苛
立
ち
を
感
じ
る
。
半
世
紀
以
上
前
の
一
九
五
〇
年
代
か
ら
理
論
化
さ

れ
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
議
論
は
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
が

活
躍
し
た
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
世
界
秩
序
の
「
現
実
」
で
あ
る
か
の
よ
う

に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
機
械

メカニズム
の

形
而
上
学
に
よ
る
社
会
学
の
元
祖
の
一
人
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
き
る
。

た
だ
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
二
〇
年
に
死
ん
で
い
る
。
二
十
世
紀
は
、
そ
の

後
八
十
年
つ
づ
く
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
八
十
年
は
、
多
く
の
意
味
で
ウ
ェ
ー

バ
ー
的
な
「
理
念
」
を
実
現
す
る
。
学
問
の
中
心
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ

カ
に
移
り
、
東
西
冷
戦
が
世
界
を
引
き
裂
き
、「
個
人
」の
価
値
を
信
じ
る
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
勢
力
が
抗
争
し
、「
個
人
」を
束
縛
す
る
巨
大
産
業
資
本
や
、
官
僚

制
や
、
共
産
主
義
が
登
場
し
て
は
権
勢
を
ふ
る
い
、
そ
し
て
去
っ
て
い
く
。
そ

れ
ら
の
ど
れ
も
が
「
個
人
」
が
自
由
で
あ
る
こ
と
の
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を

掲
げ
な
が
ら
、
実
際
に
は
未
曾
有
の
束
縛
を
実
現
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
信
奉
す
る
人
々
が
、
敵
対
す
る
勢
力
に
対
し
て
投
げ
か
け

る
中
傷
が
驚
く
ほ
ど
似
通
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
隷
属
」。
自
由
で
あ
る
べ
き
「
個
人
」
が
束
縛
さ
れ
、
自
由
を
奪
わ
れ
、
隷
属

す
る
状
況
は
無
条
件
に
悪
と
み
な
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
肝
心
の
「
個
人
」
と
そ
の
「
自
由
」
は
、
決
し
て
一
様
な
概
念
で

は
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
以
来
、
冷
戦
に
勝
利
し
て
全
盛
期
を
謳
歌
し
た
ア
メ

リ
カ
流
の
「
新
自
由
主
義
」
に
と
っ
て
、
自
由
の
最
大
の
敵
は
、
惨
め
に
敗
北
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し
た
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
共
産
主
義
や
社
会
主

義
を
連
想
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
政
策
が
自
由
の
敵
と
み
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
の
根
幹
を
成
し
て
き
た
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、

元
来
、
個
人
の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
も
、
そ

れ
に
反
論
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
ご
く
少
数
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
十

九
世
紀
の
時
点
で
、
近
代
的
な
個
人
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
、
個
人
を

解
放
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
「
個
人
」
や
「
機
械

メカニズム
」
の
形

而
上
学
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
重
大
な
影
響
力
を
、
日
々
再
生
産
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）

１

デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』（
原
書
一
六
三
七
年
）
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
な
が

ら
、
あ
る
い
は
一
度
は
読
ん
で
い
な
が
ら
、
再
度
読
む
こ
と
の
少
な
い
手
ご
ろ
な

文
献
の
代
表
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
や
ホ
ッ
ブ
ス
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の『
法
の
精
神
』を
全
巻
通
読
す
る
の
は
大
変
で
あ
る
が
、

『
方
法
序
説
』な
ら
ば
日
本
語
訳
の
文
庫
版
で
百
頁
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、
二
十

世
紀
の
歴
史
を
知
る
者
に
と
っ
て
、ひ
ど
く
思
い
た
る
所
の
多
い
古
典
で
も
あ
る
。

「
法
律
の
数
が
や
た
ら
に
多
い
と
、し
ば
し
ば
悪
徳
に
口
実
を
あ
た
え
る
の

で
、
国
家
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
法
律
が
遵
守
さ
れ
る
と
き
の
ほ
う
が
ず
っ
と

よ
く
統
治
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
論
理
学
を
構
成
し
て
い
る
お
び
た
だ
し

い
規
則
の
代
わ
り
に
、
一
度
た
り
と
も
そ
れ
か
ら
外
れ
ま
い
と
い
う
堅
い
不

変
の
決
心
を
す
る
な
ら
、
次
の
四
つ
の
規
則
で
十
分
だ
と
信
じ
た
。

第
一
は
、
わ
た
し
が
明
証
的
に
真
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど

ん
な
こ
と
も
真
と
し
て
受
け
入
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
注

意
ぶ
か
く
速
断
と
偏
見
を
避
け
る
こ
と
、
そ
し
て
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地

の
ま
っ
た
く
な
い
ほ
ど
明
晰
か
つ
判
明
に
精
神
に
現
れ
る
も
の
以
外
は
、
何

も
わ
た
し
の
判
断
の
な
か
に
ふ
く
め
な
い
こ
と
。

第
二
は
、
わ
た
し
が
検
討
す
る
難
問
の
一
つ
一
つ
を
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
、
し
か
も
問
題
を
よ
り
よ
く
解
く
た
め
に
必
要
な
だ
け
の
小
部
分
に
分
割

す
る
こ
と
。

第
三
は
、
わ
た
し
の
思
考
を
順
序
に
し
た
が
っ
て
導
く
こ
と
。
そ
こ
で
は
、

も
っ
と
も
単
純
で
も
っ
と
も
認
識
し
や
す
い
も
の
か
ら
始
め
て
、少
し
ず
つ
、

階
段
を
昇
る
よ
う
に
し
て
、
も
っ
と
も
複
雑
な
も
の
の
認
識
に
ま
で
昇
っ
て

い
き
、
自
然
の
ま
ま
で
は
互
い
に
前
後
の
順
序
が
つ
か
な
い
も
の
の
間
に
さ

え
も
順
序
を
想
定
し
て
進
む
こ
と
。

そ
し
て
最
後
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
、
完
全
な
枚
挙
と
全
体
に
わ
た
る
見

直
し
を
し
て
、
な
に
も
見
落
と
さ
な
か
っ
た
と
確
信
す
る
こ
と
。」（
デ
カ
ル

ト『
方
法
序
説
』、
谷
川
多
佳
子
訳
、
岩
波
文
庫
一
九
九
七
年
、
二
十
八
｜
二

十
九
頁
）

さ
ら
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
少
し
前
に
登
場
す
る
次
の
一
節
で
あ
る
。
ま

さ
に
、「
近
代
」と
呼
ば
れ
る
時
代
を
考
え
る
上
で
一
度
は
再
考
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
「
遺
産
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
個
人
的
な
こ
と
に
及
ん
で
恐
縮
で
あ

る
が
、
と
あ
る
有
名
な
社
会
思
想
研
究
者
と
の
会
話
で
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
一
節

に
つ
い
て
言
及
し
た
と
き
、「
デ
カ
ル
ト
が
そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
を
言
う
わ
け
が
な

い
!
」
と
一
蹴
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
半
ば
未
開
だ
っ
た
む
か
し
、
わ
ず
か
ず
つ
文
明
化
し
て
き
て
、
犯
罪
や
紛

争
が
起
こ
る
た
び
に
た
だ
不
都
合
に
迫
ら
れ
て
法
律
を
つ
く
っ
て
き
た
民
族

は
、
集
ま
っ
た
最
初
か
ら
、
だ
れ
か
一
人
の
賢
明
な
立
法
者
の
定
め
た
基
本

法
を
守
っ
て
き
た
民
族
ほ
ど
に
は
、
う
ま
く
統
治
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
同
様

に
、
唯
一
の
神
が
掟
を
定
め
た
真
の
宗
教
の
在
り
方
は
、
他
の
す
べ
て
と
、

比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
は
確
か
で
あ

る
。
そ
し
て
人
間
界
の
こ
と
で
は
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
、
む
か
し
ス
パ
ル
タ

が
隆
盛
を
き
わ
め
た
の
は
、
そ
の
法
律
の
一
つ
一
つ
が
良
か
っ
た
た
め
で
は

な
い
。
と
い
う
の
は
、
ひ
ど
く
奇
妙
な
法
律
や
、
良
俗
に
反
す
る
法
律
さ
え

も
多
か
っ
た
か
ら
だ
。そ
う
で
は
な
く
、そ
れ
ら
の
法
律
が
た
だ
一
人
に
よ
っ

て
草
案
さ
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
同
一
の
目
的
に
向
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。」（
デ
カ
ル
ト
同
書
、
二
十
一
｜
二
十
二
頁
）

２

テ
キ
ス
ト
成
立
は
、『
社
会
経
済
学
概
説
（G

ru
n
d
riß

d
er
 
S
o
zia
lo
-
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k
o
n
o
m
ik

）』と
い
う
出
版
企
画
の
た
め
に
、
一
九
一
九
〜
一
九
二
〇
年
に
書
か
れ

た
校
正
紙
、
並
び
に
書
き
込
み
。

３

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
遺
稿
編
集
者
の
手
に
よ
っ
て
遺
稿
集
『
経
済
と
社
会
』
の
冒

頭
に
置
か
れ
た
が
、
元
来
の
執
筆
意
図
は
、『
経
済
と
社
会

経
済
と
社
会
的
諸
秩

序
及
び
諸
力
（W

irtsch
a
ft u

n
d G

esellsch
a
ft.

D
ie W

irtsch
a
ft u

n
d
 
d
ie

 
g
esellsch

a
ftlich

en O
rd
n
u
n
g
en u

n
d M

a
ch
te

）』
の
主
部
を
な
す
テ
キ
ス
ト

と
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
時

期
か
ら
書
か
れ
て
き
た
『
経
済
と
社
会
』
の
主
要
部
分
の
テ
キ
ス
ト
に
比
し
て
、

執
筆
時
期
も
新
し
い
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
刊
行
中
の

「
全
集
」
の
「
編
集
方
針
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。“Z

u
r E
d
ito
n v
o
n
“W

irtsch
a
ft

 
u
n
d
 
G
esellsch

a
ft””,

in
:
M
ax
 
W
eber

 
G
esam

tau
sgabe

,
A
b
teilu

n
g
 
I,

B
a
n
d 22

1,
J.C

.B
.
M
o
h
r,
T
u
b
in
g
en 2001,

S
.V
I
X
V
II.

４

例
え
ば
、『
広
辞
苑
』に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
複
数
の
要
素
が
有
機

的
に
関
係
し
あ
い
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
要
素
の
集

合
体
。

５

プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
こ
の
本
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
に
よ
る「
ま

え
が
き
」
が
、
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
仕
事
が
人
文
社
会
科
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
見
事
に
要
約
し
て
い
る
。

「
現
代
の
西
欧
文
明
に
お
い
て
、最
高
度
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
技
術
の
一
つ

は
分
割
で
あ
る
。問
題
を
で
き
る
限
り
小
さ
な
成
分
に
分
け
る
技
術
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
分
割
す
る
の
が
得
意
だ
。
実
に
巧
い
の
で
、
各
断
片
を
集
め
て

も
と
に
戻
す
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

こ
の
技
術
は
た
ぶ
ん
自
然
科
学
に
お
い
て
最
も
よ
く
磨
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
問
題
に
ぶ
つ
か
る
と
そ
れ
を
次
々
と
小
さ
な
断
片
に
切
り

分
け
る
の
を
常
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
都
合
の
よ
い
方
便
を
使
っ
て
、

各
断
片
を
そ
の
ま
わ
り
の
環
境
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
。
セ
テ
リ
ス
・
パ

リ
ブ
ス
｜

他
の
す
べ
て
の
も
の
が
同
じ
で
あ
れ
ば
｜

と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
当
の
問
題
と
、
残
り
の
世
界
と
の
間
の
、
複
雑

な
相
互
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
は
、
非
平
衡
系
の
熱
力
学
に
関
す
る
業
績
に
よ
っ

て
、
一
九
七
七
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
人
で
あ
る
が
、
物
事
を
分
解

す
る
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い
人
で
あ
る
。
彼
は
生
涯
の
大
半
を
、「
断
片
を

集
め
て
も
と
に
戻
し
て
」み
る
こ
と
に
費
や
し
た
。
彼
の
場
合
、
断
片
と
は
、

生
物
学
と
物
理
学
、
偶
然
と
必
然
、
自
然
科
学
と
人
文
科
学
で
あ
る
。」（
ア

ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
「
ま
え
が
き

科
学
と
変
化
」、
イ
リ
ヤ
・
プ
リ
ゴ
ジ
ン
、

イ
ザ
ベ
ル
・
ス
タ
ン
ジ
ュ
ー
ル
『
混
沌
か
ら
の
秩
序
』、
み
す
ず
書
房
一
九
八

七
年
（
原
書
一
九
八
四
年
）、
一
頁
）

６

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
仕
事
全
体
を
ど
う
評
価

す
る
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
筆

者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
行
き
着
い
た
論
点
と
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史

学
方
法
論
が
、
こ
の
人
物
の
学
問
の
性
格
を
典
型
的
な
形
で
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
通
常
の
歴
史
叙
述
に
あ
る
よ
う
な
通
時
論
｜

年
代
を
追
っ
て
人
物
や
組

織
や
集
団
の
歴
史
を
説
明
す
る
方
法
｜

で
は
な
く
て
、
類
型
論
に
よ
る
比
較
史

と
い
う
手
法
を
歴
史
研
究
に
導
入
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
、「
資
本
主
義
」
や
「
カ
リ
ス
マ
」
と
い
っ
た
理
想
型
に
よ
る
超
時
間
的
な
比
較

対
照
を
歴
史
研
究
に
取
り
入
れ
た
。
古
代
資
本
主
義
と
近
代
資
本
主
義
の
質
的
対

比
や
、
数
千
年
を
隔
て
た
人
物
の
「
カ
リ
ス
マ
」
の
比
較
と
い
っ
た
論
法
は
、
類

型
論
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
類
型
論
と
い
う
方
法
は
、

類
型
と
し
て
構
成
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
動
態
を
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
と

い
う
難
点
が
あ
る
。
通
常
の
歴
史
叙
述
が
扱
う
人
物
は
、
そ
の
青
年
期
か
ら
成
熟

期
、
老
年
期
を
経
て
い
く
な
か
で
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
。
む

し
ろ
、時
間
に
よ
る
変
化
こ
そ
が
こ
の
種
の
歴
史
叙
述
の
要
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

カ
エ
サ
ル
が
多
く
の
経
験
を
経
て
誰
も
が
知
る
「
カ
エ
サ
ル
」
に
成
熟
し
て
行
く
、

と
い
っ
た
議
論
は
、
古
く
か
ら
歴
史
学
が
得
意
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、「
カ
リ
ス
マ
」
と
い
う
理
想
型
に
一
旦
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
カ
エ

サ
ル
」
や
「
ビ
ス
マ
ル
ク
」
は
、
比
較
と
い
う
目
的
が
あ
る
以
上
、
不
動
の
存
在

と
し
て
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、「
資
本
主
義
」に
つ
い
て
も
い

え
る
こ
と
で
あ
る
。
理
想
型
と
し
て
の
「
資
本
主
義
」
は
、
古
代
世
界
の
資
本
主

義
と
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
影
響
下
で
成
立
し
て
き
た
資
本
主
義
の
比
較
と

い
っ
た
議
論
に
は
適
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が

後
に
論
じ
た
よ
う
な
企
業
家
に
よ
る
「
創
造
的
破
壊
」
の
動

的

過

程

ダイナミック・プロセス
と
い
っ
た

問
題
は
論
じ
に
く
い
。
な
お
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
歴
史
学
方
法
論
に
つ
い
て
は
拙
著
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で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
犬
飼
裕
一
『
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー

普
遍
史
と
歴
史
社
会
学
』、
梓
出
版
社
二
〇
〇
九
年
。
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